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文
字
を
持
た
な
い
時
代
に
は
、
人
は
自
ら
の
世
界
を
、

も
っ
ぱ
ら
身
近
な
人
々
の
〝
こ
と
ば
〞
を
通
じ
て
形
成
し

て
い
た
。
そ
れ
が
今
で
は
多
く
の
場
合
、〝
言
語
〞
を
通

じ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
、
現
実
の
複
雑
な
世

界
を
生
で
実
感
す
る
よ
り
は
、〝
言
語
〞
的
に
正
確
で
あ
る

こ
と
に
重
点
を
お
い
て
考
え
る
と
い
う
傾
向
が
強
く
な
っ

て
い
る
。

〝
こ
と
ば
〞
と
〝
言
語
〞
の
間
に
見
ら
れ
る
大
き
な
違

い
は
、お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
〝
こ
と
ば
〞
は
、

特
定
の
個
人
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
一
回
限
り
の
も
の

で
、
当
人
の
声
の
質
、
話
す
速
度
、
癖
、
な
ど
を
伴
い
、

か
つ
、
そ
の
場
が
持
つ
脈
絡
に
支
え
ら
れ
て
初
め
て
実
現

さ
れ
る
。
他
方
、〝
言
語
〞
と
い
う
も
の
は
、
誰
か
特
定

の
人
物
か
ら
発
せ
ら
れ
る
具
体
的
な
〝
こ
と
ば
〞
と
同

等
の
も
の
で
は
な
い
。
人
々
が
話
す
多
様
な
〝
こ
と
ば
〞

の
な
か
で
、
話
者
た
ち
が
共
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
基
盤

が
〝
言
語
〞
な
の
で
あ
る
。
文
法
書
な
ど
で
、
〝
〜
語
〞

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
〝
こ
と
ば
〞
で
は
な
く
て

〝
言
語
〞
な
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

〝
言
語
〞
と
〝
こ
と
ば
〞
の
関
係
を
、
別
の
分
か
り
や

す
い
例
で
示
し
て
み
よ
う
。
あ
る
場
所
で
開
催
さ
れ
る
音

楽
会
に
居
合
わ
せ
た
演
奏
家
た
ち
が
、
同
じ
曲
の
譜
面
を

持
っ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
譜
面
の
上
に
書
か
れ
た
共
有

の
〝
曲
〞
に
当
た
る
も
の
が
〝
言
語
〞
で
あ
り
、
そ
れ
に

則
っ
て
各
自
が
、
そ
の
時
そ
の
場
で
行
う
〝
演
奏
〞
が
、

〝
こ
と
ば
〞
に
相
当
す
る
も
の
と
な
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
〝
こ
と
ば
〞
か
ら
、
そ
の
話
者

た
ち
が
共
有
す
る
〝
言
語
〞
な
る
も
の
を
取
り
出
し
て
見

せ
る
こ
と
は
、
視
覚
的
に
も
、
聴
覚
的
に
も
不
可
能
だ
。

し
か
し
、
そ
れ
に
近
い
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
が
、
〝
言

語
〞
を
〝
文
字
〞
で
表
現
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
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二
、
三
十
年
も
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
あ
る
解
剖
学
者

か
ら
こ
ん
な
話
を
聞
い
た
。

「
幼
稚
園
に
入
る
と
、
子
供
た
ち
は
先
生
か
ら
体
の
部

分
の
名
前
を
習
い
ま
す
。
ハ
イ
、
こ
れ
は
頭
、
こ
れ
は
目
、

こ
れ
は
耳
、
と
い
っ
た
具
合
に
で
す
。
そ
の
際
に
、
当
然
、

〝
口
〞
も
教
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
口
と
い
う
部

品
は
、
一
体
、
頭
部
の
何
処
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
」

な
る
ほ
ど
、
目
、
鼻
、
耳
、
唇
、
舌
、
な
ど
は
、
確
か

に
手
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
口
な
る
も
の
は
体
の

一
部
と
し
て
は
存
在
し
な
い
。「
唇
が
痛
い
」「
歯
ぐ
き
が

痛
い
」
と
か
、「
口
の
周
辺
が
痛
い
」
な
ら
ば
成
り
立
つ
。

し
か
し
、「
口
そ
の
も
の
が
痛
む
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
な
い
。
だ
が
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て

を
逐
一
神
経
質
に
正
確
に
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
か
え

っ
て
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。

口
と
言
え
ば
、
そ
の
内
部
か
ら
出
る
声
を
伴
っ
て
発
せ

ら
れ
る
も
の
に
〝
こ
と
ば
〞
が
あ
る
。
人
間
の
声
に
は
、

〝
こ
と
ば
〞
の
他
に
も
、
た
め
息
、
し
ゃ
っ
く
り
、
叫
び

声
、
等
々
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
様
々

な
意
味
を
相
手
に
伝
え
る
も
の
が
あ
る
が
、
や
は
り〝
こ

と
ば
〞
に
勝
る
も
の
は
な
い
。

人
は
成
長
の
過
程
で
、
身
辺
か
ら
与
え
ら
れ
る
〝
こ
と

ば
〞
を
通
じ
て
、
自
分
た
ち
の〝
世
界
〞
の
多
く
の
部
分
を

創
り
上
げ
る
。
道
徳
観
、
人
生
観
な
ど
は
、
そ
の
代
表
的

な
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
世
界
を
根
拠
に
し
て
、
様
々

な
こ
と
を
表
現
す
る
。
し
か
し
、
如
何
に
厳
格
に
表
現
し

よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
土
台
と
も
言
え
る
〝
こ
と
ば
〞
自

体
が
、
曖
昧
さ
か
ら
逃
れ
難
い
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ

め
内
容
が
定
義
さ
れ
て
い
る
科
学
用
語
を
用
い
て
の
話
の

よ
う
な
例
を
除
け
ば
、
話
者
が
意
図
し
た
こ
と
が
、
相
手

に
完
全
に
理
解
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
望
め
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、〝
こ
と
ば
〞
が
日
常
生
活
で
中
心
的
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
社
会
で
は
、
伝
統
文
化
に
お
け
る
価

値
判
断
に
基
づ
く
〝
納
得
〞
の
仕
方
が
基
本
的
に
重
要
と

な
る
。
そ
う
し
た
社
会
で
は
、
た
と
え
ば
物
知
り
老
人
や

親
の
〝
こ
と
ば
〞
は
、
内
容
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
納

得
が
い
く
か
ど
う
か
で
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
り
拒
否
さ
れ

た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
理
屈
は
後
追
い
の
形
で
、
個
々

の
社
会
通
念
に
従
っ
て
付
け
ら
れ
る
。

他
方
、
日
常
の
判
断
を
、
多
く
の
場
合
〝
言
語
〞
に
頼

る
現
代
世
界
で
は
、
話
の
内
容
が
な
ん
で
あ
れ
、
そ
れ
が

言
語
論
理
的
に
つ
じ
つ
ま
が
合
う
か
ど
う
か
と
い
う
観
点

か
ら
見
た
〝
理
解
〞
が
人
々
を
支
配
す
る
。
そ
う
し
た
社

会
で
は
、
書
物
な
ど
に
〝
言
語
〞
で
示
さ
れ
て
い
る
意
味

内
容
の
面
だ
け
か
ら
、
論
理
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
。〝
こ
と
ば
〞
と
は
分
か
ち
難
い
脈
絡
―
―
話
者
、

場
、
時
間
、な
ど
――
は
考
慮
さ
れ
な
い
。与
え
ら
れ
た〝
言

語
〞
例
の
中
で
組
み
立
て
ら
れ
た
理
屈
が
整
っ
て
い
れ

ば
、
そ
れ
で
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

地
球
上
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
〝
こ
と
ば
〞
に
身
を
寄
せ
て

生
活
す
る
社
会
が
、
最
近
ま
で
は
存
在
し
た
。
し
か
し
、

現
在
で
は
、
全
世
界
で
〝
言
語
〞
が
優
先
的
だ
。

わ
た
し
は
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
か
ら
、
ア
フ
リ
カ
、

イ
ン
ド
洋
諸
島
、
カ
リ
ブ
海
域
な
ど
で
、
文
字
の
存
在
を

知
っ
て
い
て
も
日
常
の
ほ
と
ん
ど
を
〝
こ
と
ば
〞
に
頼
っ

て
生
活
す
る
人
々
を
、
訪
ね
る
機
会
を
多
く
持
っ
た
。
そ

の
人
々
が
話
す
〝
こ
と
ば
〞
か
ら
、〝
言
語
〞
を
見
つ
け
出

す
作
業
に
熱
中
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
の
だ
。

そ
う
し
た
土
地
で
は
、〝
家
〞
に
当
た
る
単
語
を
尋
ね
て

も
、
す
ん
な
り
と
教
え
て
く
れ
な
い
こ
と
が
多
々
あ
っ

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、〝
家
〞
さ
え
知
ら
な
い
無
知
な
人
間

が
村
に
や
っ
て
き
た
と
、
哀
れ
み
の
表
情
を
浮
か
べ
て

〝
こ
と
ば
〞
を
か
け
て
く
れ
る
人
に
さ
え
出
会
っ
た
。

あ
る
所
で
は
、
わ
た
し
の
国
の
食
べ
物
に
つ
い
て
の
会

話
の
中
で
「
山
羊
が
い
ま
す
か
」
と
老
人
に
尋
ね
ら
れ
た
。

そ
の
意
味
を
深
く
考
え
ず
に
「
い
や
、
山
羊
は
い
ま
せ
ん
」

と
答
え
る
と
、
そ
の
日
の
う
ち
に
、
わ
た
し
は
食
糧
が
尽

き
た
国
か
ら
逃
れ
て
き
た
流
れ
者
だ
と
い
う
噂
が
た
っ

た
。〝
言
語
〞
の
構
造
が
少
し
ば
か
り
把
握
で
き
て
も
、
そ

れ
が
現
実
の
場
で
使
わ
れ
る
際
の
〝
こ
と
ば
〞
と
し
て
の

意
味
は
容
易
に
は
つ
か
め
な
い
。

「
〝
言
語
〞
分
か
っ
て
、〝
こ
と
ば
〞
通
ぜ
ず
」。

わ
た
し
が
世
界
各
地
で
得
た
最
初
の
教
訓
で
あ
っ
た
。
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